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2023年度（令和5年度）総会 2023年4月8日（土）13時（詳細は次号に） 

 

  

少子化考～これからの世界を考える 

代表 皆倉 宣之 

 

岸田首相は通常国会の施政方針演説で「従来とは

異なる少子化対策を実現したい」と訴えました。昨年の

出生数が８０万人を割り込むとの見通しから、「社会機

能を維持できるかどうかの瀬戸際」と位置づけました

（なお、死亡数は約１５５万人と推定されています）。 

  ここで注目したいのは、「社会機能」が何を意味する

かということです。おそらく「経済成長」のことでしょう。

確かにいまは少子化の進行がとまりません。この人口

減少は経済の成長に悪影響を与え、財政収縮→公共

施設の縮減→施設の統廃合といった形で、図書館に

も影響がでてきています。 

さて、少子化をめぐっては二つの大きな課題がある

と思います。一つは少子化の生じた原因は何か、二つ

は少子化は悪いことなのか、ということです。 

  一つめの先進国で多くみられる少子化の原因として

挙げられるのは、教育費の負担が大きいこと、経済格

差による二極化が進行し貧困が拡大していることなど

ですが、その他に先進国ならではの大きな理由が挙げ

られています。それは自分の人生は自分の意志で主体

的に選び取るべきだと考えて、経済的に自立したとき

に子育てよりも自己実現を重視する人が増えていると

言うことです。つまり少子化は生活水準の向上や女性

の権利獲得と結び付いた現象だと言うことです（『世

界少子化考 子供が増えれば幸せなのか』（毎日新聞

取材班 著））。 

  二つめは、地球環境と絡みます。経済の論理に沿っ

て人口の増加が善だとすると、「持続可能な生産と消

費」の実現は不可能となるでしょう。既に１９７２年に発

表されたローマクラブの「成長の限界」では、「人口増

加や環境汚染などの現在の傾向が続けば、１００年以

内に地球上の成長は限界に達する」と警鐘を鳴らして

いるのです。 

  このように考えますと、自分たちにとって「幸せとは何

か」と言った哲学的で根源的問いを立て、その視点か

ら世界を見ることが必要になってくるのではないかと思

います。特に曖昧で複雑で不確実な時代（ＶＵＣＡ
ブ ー カ

※）と

言われる現在においては、物質至上主義ではなく精神

的安定こそが求められていると言えます。 

少子化が大変だと大合唱する前に、 

その功罪をいろいろな観点から 

議論し、競争社会からお互いが 

助け合い安心して暮らせる 

共社会へと徐々に軟着陸 

する方策を模索すべきでは 

ないでしょうか。 
 
※VUCA

ブ ー カ

とは、Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・
Complexity(複雑性）・Ambiguity(曖昧性)の頭を取った造語。 
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読書会 「俳句の本を読む」（第63回） 
日時：2023年2月12日（日） 14時～16時 
会場：稲毛保健福祉センター 大会議室 
課題本：『俳句いまむかし』 
坪内 稔典（毎日新聞出版）2020.8出版 

千葉市図書館に３冊所蔵 
(前回の報告は 8頁) 

 

 

第 15回 チャリティ 古本市 
2023年 4月 22日（土）11時～15時 

千葉市生涯学習センター アトリウムガーデン 

（詳細は 7頁） 
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1、戦後教育改革と社会教育―人権としての社会教

育と図書館・公民館を支える法制度 

 1946年公布された憲法には、すべての国民は基本

的人権として教育を受ける権利があるとし、その精神

に則り、1947年教育基本法が公布・施行された。戦

前・戦中の教育行政が国家主義・軍国主義に利用さ

れた反省から、戦後、教育改革によって天皇の勅令主

義から法律主義に大転換された。 

その教育基本法の精神に則り、1949年社会教育

法が制定された。社会教育施設は、公民館・図書館・

博物館が代表的な施設であるが、公民館は社会教育

法に規定され、図書館・博物館は社会教育法の精神に

基づいて、それぞれ個別の法律に規定されている。 

公民館：憲法・教育基本法・社会教育法 

図書館：憲法・教育基本法・社会教育法・図書館法 

博物館：憲法・教育基本法・社会教育法・ 

文化芸術基本法・博物館法（2022年法改正） 

 

【日本国憲法（1946年11月3日公布）】 

第三章 国民の権利及び義務  

第11条（基本的人権の享有） 

教育を受ける権利、図書館の知る権利、学ぶ権利は基

本的人権である。 

第19条（思想及び良心の自由） 

第26条（教育を受ける権利、教育の義務） 

「すべて国民は」とあることから教育を受ける権利は子

どもだけでなく大人の学びである社会教育も学習権と

して憲法上保障されている。教育は、個人的な営みで

はなく社会を支える公的な性格を持っていること。さら

に、「義務教育はこれを無償とする」と謳っているので、

教育の公共性・権利性・無償性は社会教育にも適用さ

れる。 

参考：「九条俳句不掲載損害賠償請求事件」  

  参考：「CONFINTEA Ⅶ マラケシュ行動枠組み 

-成人学習及び成人教育の変革力を活かす‐」  

大人が学ぶことによって社会を変えていく。 

 

【教育基本法（1947年3月31日公布・施行）】 

第10条（教育行政）「教育は不当な支配に服するこ

となく」とあるが、不当な支配に服した戦前の反省から

重要な点。また、「国民全体に対して責任を負う」とあり、

教育は天皇や国に責任を負うのではなく、国民、市民

に対して責任を負うことになる。さらに、続けて「教育の

目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標と

して行わなければならない。」とあり、教育内容に権力

が関与するのではなく、条件整備をすることが行政の

役割だと考えた。 

（第10条は2006年、第1次安倍内閣によって全部改

正されたが、「教育は不当な支配に服することなく」は

残り受け継がれている。） 

 1948年、第10条の指針を受けて、教育委員会制度

が生まれ、2年後に教育委員は選挙で選ぶ公選制が

生まれる。 

しかし、1956年地方教育行政法が改正され、委員

の公選制が首長の任命制に変わり、さらに2015年、

教育委員の中から互選された教育委員長は、任命さ

れた教育長に1本化され、教育委員会の一般行政から

の独立性が弱まった。 

私たちは、シリーズ「図書館と法」と題し、公共図書館の根拠法である「図書館法」が「憲法」「教育基本法」

「社会教育法」に基づくことを学びました。（会報62号～64号参照）憲法の掲げる基本的人権の実現に向け

て、社会教育の場として図書館や公民館などの社会教育施設は必要不可欠な場となっています。しかし、同じ社

会教育施設である「図書館」と「公民館」はそれぞれの根拠となる法律が異なります。 

千葉市では公民館47館のうち図書室が21館設置されていますが、図書室は図書館法に基づく図書館の運

営とは異なっています。さらに、花見川図書館、若葉図書館は公民館との複合施設となる予定です。 

 そこで、社会教育における図書館と公民館のそれぞれの機能と目的、さらに両者の連携の可能性について長

澤成次氏をお招きし、学び考える機会にしました。レジュメに沿って報告します。 

第 20回 あそぶ・しる・たのしむ図書館 

         社会教育における図書館と公民館を考える 
            ～長澤成次氏（千葉大学名誉教授）を囲んで～ 
 

2022年 12月 16日（金）13：00～14：50 

千葉市生涯学習センター 小ホール 

参加者 28名   

協力：千葉市公民館を考える会    後援：千葉市教育委員会 
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参考資料：「千葉市の教育はどうなっているか」 

千葉市教育委員会社会教育課（1950年） 

 

【社会教育法（1949年6月10日公布）】 

第2条において社会教育とは学校以外の教育を言

うが、学校教育の部分が変わると社会教育も変わって

くる。たとえば、部活動やプールの利用など。 

第3条「すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所

を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め

得るような環境を醸成するように努めなければならな

い。」大人の学びは暮らしと結びついた文化的教養を

高めるような環境行政として図書館・公民館がある。 

 第9条（図書館及び博物館）図書館及び博物館は社

会教育の施設とすること。必要な事項は別に法律をも

って定めるとある。 

第20条（公民館の目的）「公民館は、市町村その他

一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、

学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民

の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活

文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的と

する。 」 

公民館は「一定区域内の住民のために」とあり、小・

中学校区域などに設置される。図書館は公民館より広

域的になるが、千葉市は47館の公民館すべてに公民

館運営懇談会がある。地域住民との距離を考えると、

図書館協議会はそれぞれの図書館ごとに設置されて

もいいのではないかと考える。 

 

【図書館法（1950年4月30日公布）】 

レジュメには図書館法制定時の条文が掲載。 

社会教育法は40回以上も改正されたので、図書館

法が制定時にどのような想いがあったのかが重要と話

された。 

 第一条（この法律の目的） この法律は、社会教育法

の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要

な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の

教育と文化の発展に寄与することを目的とする。 

第三条（図書館奉仕）図書館は、図書館奉仕のた

め、土地の事情及び一般公衆の希望にそい、更に学校

教育を援助し得るように留意し、おおむね左の各号に

掲げる事項の実施に努めなければならない。 

一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフ

ィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴

覚教育の資料その他必要な資料（以下「図書館資

料」という。）を収集し、一般公衆の利用に供すること。 

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録

を整備すること。 

三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識

を持ち、その利用のための相談に応ずるようにする

こと。 

六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を

主催し、及びその奨励を行うこと。 

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提

供すること。 

八 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、

協力すること。 

第三条（図書館奉仕）にある「土地の事情」を大事

にしている。博物館法はこの「土地の事情」が削除され

た。（2022年改正） 

図書館は第三条に基づき、就業支援など様々なこと

ができる。その意味では図書館も公民館と同じ機能が

あると思える。 

 

2、第9次地方分権一括法（2019年）による特定社

会教育機関（特定図書館・特定公民館）化による再

編の動向 

（1）第9次地方分権一括法までの経過 

2017年12月公立博物館についてまちづくり行政・

観光行政等の他の行政分野との一体的な取組を進め

る為に、条例により首長部局が所管することを検討す

る閣議決定がされた。これを受け、中央教育審議会が

ワーキンググループを設置した際に、社会教育施設の

図書館・公民館も含めてしまった。 

2019年3月8日 第9次地方分権一括法案を閣議

決定。社会教育関連法の改正。 

教育委員会が所管となっている博物館・図書館・公

民館などの公立社会教育施設については「観光・地域

振興分野やまちづくり分野を担う首長部局で一体的に

所管できる」となった。 

 

（2）「特定図書館」に移行した19自治体と「特定

公民館」に移行した27自治体 

 首長部局に移管した図書館・公民館を「特定図書

館」・「特定公民館」と呼び、2018年文部科学省社会

教育調査によると公立図書館3338館中170館が首

長部局に移行。2019年の地方分権一括法において

特定図書館・特定公民館に移行した自治体は、図書

館19、公民館は27。 

（3）特定公民館・特定図書館をめぐる問題点 

  議会が条例の制定または改廃の議決をする前に

教育委員会の意見を聞かなければならない（地方教

育行政法第23条第2項）とあるが、教育委員会は議
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会提案前の案件として非公開のことが多く、教育委員

会の議論がブラックボックス化される。 

  特定図書館になると職員の任命権や図書館協議会

の委員の委嘱・任命も教育委員会ではなく首長になり、

社会教育の自由・学びの自由が保障されるのか、どの

ような理由で教育委員会から首長へ移管されたのか

検証することが求められる。 

 

3、無料規定と職員規定をめぐって 

（1）無料規定 

図書館法・博物館法には無料規定があるが、社会

教育法には公民館の無料規定はない。 

千葉市公民館設置条例第10条には「公民館の使

用料は無料とする。」すばらしい無料規定がある。 

（2）職員規定 

社会教育施設の公民館・図書館・博物館の専門職

として、図書館には司書、博物館には学芸員という専

門職規定があるが、社会教育法に公民館主事の専門

職規定はない。 

 図書館法制定時には「公立図書館の館長となるもの

は、司書となる資格を有するものでなければならない。」

とする館長規定は1999年の地方分権一括法で削除

された。 

地方分権という名のもとに、どんどん規定が後退さ

せられてきたのが実態である。 

 

おわりにー千葉市の図書館公民館の未来を見据え

て歴史を学ぶ 

 長澤氏は最後に「稲毛公民館創設の由来」の碑を紹

介し、地域の公民館や社会教育が多くの先人たちの

思いの中から歴史が創られ、現在に至り、未来へ志向

している。過去・現在・未来の中でその在り方を考えて

いくことが大事であると語られました。 

参考資料：「稲毛公民館創設の由来」 

 

＜質疑応答＞ 

質問：最近中央教育審議会の生涯学習分科会におい

て、公民館などの機能強化について議論がなされ、

その中で「子供の居場所としての公民館の活用」が

提起されています。すなわち、子供の居場所、あるい

は小学生であれば夏休みの子供の居場所として提

供し、さらには異年齢の地域の大人との交流を図れ

る場にしたり、中高生においては空きスペースを活

用してもらうなどと具体的です。そうなりますと学校

教育と社会教育との境界線が曖昧になってきそうで

すが、これをどのように理解したらよいのでしょうか。 

長澤：学校教育との連携は、社会教育である公民館・

図書館が同じ教育委員会にあることが重要ですが、

千葉市公民館は教育振興財団の指定管理となって

います。審議会の議論にあるような社会教育で抱え

ている課題を進めていくうえで、子どもをめぐる学校

と公民館の役割や、その役割を果たすためにどうい

う体制を構築していくのかをもっと考える必要があり

ます。 

質問：教育を学校教育と社会教育に分けて考えました

が、生涯教育という言葉はありませんでした。ここは

生涯学習センターですが、生涯学習・生涯教育につ

いて教えて下さい。 

長澤：1949年に社会教育法が制定され現在まで来

ていますが、生涯学習については1990年に生涯学

習振興法（略称）ができ、2つの法律で進んでいま

す。生涯学習振興法は、生涯学習を民間活力で進

めていく法律です。生涯学習・生涯教育の概念は大

事ですが、文科省の社会教育局が生涯学習局に変

わり、千葉市教育委員会でも社会教育課から生涯

学習振興課へと変わり、「社会教育」という言葉が

なくなってきています。また、生涯学習は受益者負担

という考え方と結びつきやすい部分があります。千葉

市生涯学習センターは始めから有料で財団に委託

されています。 

【アンケートより抜粋】 

・規制緩和によって、本来の社会教育の精神がくずさ

れている状況がわかった。特定図書館、特定公民館と

いう存在が増えることも本来の役割からはずれていく

のではとの懸念がある。 

・歴史を知って判断していくことが大切ということを再

認識できた。 

・図書館、公民館、博物館の法律が改正され、色々きち

んと考えなければならない事になっているのだなと感

じた。普段は何気なく利用している地域の図書館であ

るが、根本となっている役割について、意識する必要

があると思った。 

 

皆倉代表は挨拶の中で、あらゆる社会事象が経済

の論理の中でボーダレス化しつつあり、教育について

も境界線が消失していると話しました。 

  社会教育をめぐる法律改正の歴史的な変遷を知り、

図書館と公民館の複合化、民間委託など、千葉市の社

会教育の方向性も、本来の目的や機能より経済性が

重視されているのではないかと危惧しています。 

（運営委員） 
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＜2022年度 公民館運営について＞ 

・主催事業はコロナ禍前の状態に戻ってきている 

・指定管理期間は2023年３月まで 

 

＜2022年度 公民館図書室について＞ 

・子どもの読書冊数は増えているが不読者数も増え、

二極化が進む 

・運営目標・資料所蔵状況・購入の重点目標等の運営

計画を提出し、他の図書室のものも知ることができる 

・書架・資料チェック表を作成し、職員が年3回、〇×で

評価する 

・研修の充実 ①初任者研修 ②製本 ③接遇 

・公民館図書室運営研修会を年２回 1回目講義 2回

目実践発表 

・財団職員と中央図書館職員が図書室訪問を年7回

する  

運営計画・チェック表を参考に話をきき、いろいろな取

り組みを写真に撮り他の図書室にも報告した  

1冊ごとに紹介文をつけているコーナーもあり、入り口

はカラフルに面展示して、荷物置き場、貸出本を入れ

るかごの用意がある図書室もある 

・不用図書等８３１冊（１１月２１日現在）を、公民館図書

室から小・中学校、アフタースクール、子どもルーム、幼

稚園、保育園等の教育機関へ無償譲渡した 

 

＜各公民館図書室の様子の一例＞ 

・朝日ヶ丘公民館図書室  

絵本のサイン（見出し）を角型から丸型にして、年齢

別に分けて高さをそろえた  

英語学習の本や英語の絵本コーナーを作った 

・幸町公民館図書室  

職員が図書室をビデオ撮影し、近隣学校に広報した  

図書室の外部への表示を大きく明るくした  

図書室だよりを幼稚園・保育園・小学校・中学校・ア

フタースクールに掲示するよう依頼した 

・草野公民館図書室  

国道沿いに図書室の表示を出す  

公民館の主催事業でおはなし会と図書室を見学した 

・山王公民館図書室  

文庫連が山王小のおはなし会で子どもたちに紹介し

た本を公民館図書室が展示したことがきっかけにな

り、公民館の主催事業として親子を対象としたおはな

し会と図書室見学をした 

 

＜Q＆A＞ 

Q：図書室がない公民館では、利用サークルが本の購

入を希望したら入れてもらえるか 

A：地元の人からの寄贈本や図書館の除籍した本を置

くことはあるが、予算を使っての本の購入はしていな

い 

Q：図書室がない公民館で個人が子どもに本を貸し出

す（文庫）ことはできるか 

A：自宅ではできない人もいるでしょうし、子どもの居場

所としての可能性は無くはない 市と相談する必要

がある 

Q：子どもの読書推進に関連して学校図書館との関係

についてどのように考えているか 

A：5・６月に「自由研究用の本をそろえました」の通知

を学校にしている 

Q：図書室での子どもと大人への貸し出し数の対比は

どのようになっているか 

A：場所により1対1、3対１など様々な状況  

子どもへの貸し出しは、親が図書室に一緒に行かな

いと難しいので、保護者を巻き込む努力をしている 

 

 公民館図書室においては、チェック表等を使い利用し

やすい地域に開かれた場所を目指していて年々充実し

てきていると思う。公民館・公民館図書室の働きかけで

学校や地域との結びつきは広がりつつあることは素晴

らしい。このような公民館図書室が近くにある地域の

子どもたちは恵まれている。更にこのような取り組みが

図書館にもより広がることを願う。 

                                  （運営委員） 

 

 千葉市教育振興財団との意見交換会 
    
日時 2022年 12月 7日 14:00～15:30 

   会場 千葉市教育振興財団 会議室 

   出席者 財団  

森 正彦  千葉市教育振興財団理事長 

    志村和彦 千葉市教育振興財団常務理事 

兼事務局長 

    小林幹弘 公民館管理室長 

    齋藤友樹 公民館管理室長補佐兼主査 

    斎藤 健  公民館管理室図書室担当 

    としょかんふれんず千葉市 運営委員 7名 
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ちば自主夜間中学 

―学び直しの場をつくりたい 

2016年12月、不登校の子どもに、学校外での多様

な学びの場を提供することを目的とした法律、《教育機

会確保法》が成立した。この法律には不登校の子ども

へのフリースクールなどの対応だけでなく、様々な理由

で義務教育を受けられなかった人が通う夜間中学へ

の就学機会の提供も盛りこまれた。 

この前年、文部科学省が形式卒業者（不登校など

で、中学校の課程を未修了でも卒業証書を授与され

た方）の夜間中学入学を認める通知を出したことから、

千葉市内の該当者が学ぶ場をつくれないかと活動を

始めた。学習や見学会を重ね、2018年5月「ちば夜間

中学をつくる会」が発足。会は「公立夜間中学設置を

めざす」「実際に自主夜間中学を運営する」を活動目

標とし、同年10月、不登校や外国人の人々の学びの場

として「ちば自主夜間中学」が設立された。その学習の

場は千葉市高洲コミュニティセンターの１室から始まっ

た。発足当初は月2回の開校だったが現在は週1回木

曜日、授業時間は午後5時30分から7時30分まで（コ

ロナ禍の配慮）。通常約25名が登校、スタッフもほぼ

25名。現在は同コミュニティセンター４室で行っている。

学習者の年齢は小学生から80歳まで幅広く、毎回に

ぎやかな学習の様子が見受けられ、その学習内容は

高校入試を目指している人、外国人会社員の日本語

能力試験の勉強をする人、子どもを連れて参加する外

国籍の母親など様々。 

だが学校のように図書室は無く資料を常備する場も

ない。同じ建物の中に千葉市の地区図書館がある。こ

の図書館がもう少し遅くまで開いていたらと思う。 

授業料は無料、スタッフも全員ボ

ランティアで無給。しかしコミュニテ

ィセンターの使用料、その他は発生

している。運営費はどうなっている

のですかと尋ねた。「寄付と補助金

（千葉市国際交流協会）。それから

バザーに参加した時の収益金」と

の返事。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公立夜間中学  

― 千葉市立真砂中学校「かがやき分校」 

この「ちば夜間中学をつくる会」の目標の一つ「公

立夜間中学設置をめざす」の活動が実り、2023年4

月千葉市立「公立夜間中学」が開校されることになっ

た。 

名称は千葉市立真砂中学校「かがやき分校」場所

は真砂中学校隣りにある教育総合施設「まさご夢スク

ール」４階。「まさご夢スクール」の1階から3階までは

「千葉市立高等特別支援学校」「日本語指導通級教

室」「教育相談指導教室」が設置されていて、まさに教

育総合施設。 

千葉市教育委員会による「公立夜間中学」の説明

には「日本語が得意でない方のために日本語の勉強

も行いますが、日本語だけを勉強する学校ではなく、中

学校の学習内容を勉強する学校です」と記されている。

募集要項には「１、千葉市に居住している方（※千葉

市外に居住の方は個別に相談下さい）2、2008年4

月1日以前に生まれた方。3、中学相当の就学の機会

が提供されなかった方。または十分な教育を受けられ

なかった方」とある。千葉市中央図書館に掲示されて

いたポスターには「《通訳可能言語》英語、韓国語、中

国語、スペイン語、ポルトガル語、フィリピノ語、ベトナム

語など17か国語に対応。国籍は問わず。」とあった。 

この「公立夜間中学」は真砂中学校の分校ですか

ら学校図書館を設置し資料の充実が図られると期待

します。生徒の国籍や年齢などその構成は複雑になり

そうですが、千葉市図書館の協力も得て「かがやき」そ

の名に見合う「一人一人の学びのニーズに寄り添う」

夜間中学であってほしいと思います。 

千葉市の人口977,657人（令和3年）、その内外国

人居住者は28,642人（同）約3%です。さらにこの内

15歳以下就学期の子どもは1,056名（同）。今後日

本の国際化が進めば、「ちば自主夜間中学」と「公立

夜間中学」は、ますます重要な役割を担うことになる。  

                      （報告 運営委員） 

 

ちば自主夜間中学と公立夜間中学 

千葉市は2023年4月に「公立夜間中学」を開校すると発表。2022年10月には学校説明会、11月、 

12月には個別相談会を実施するなど準備が進んでいる。一方これに先立ち千葉市には「ちば夜間

中学をつくる会」による「ちば自主夜間中学」が2018年10月開校されており、多くの学習者と熱

心なスタッフで学習が進められている。ちば自主夜間中学と公立夜間中学について報告します。 
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第 15回 古本市を開催します 

    日時 2023年 4月 22日（土） 11時～15時   

会場 千葉市生涯学習センター１階アトリウムガーデン                  

                      

  

ご家庭で眠っている本を寄付してください 

 

＊ご連絡をいただければとりにうかがいます。 

＊ご提供いただく本は、読める状態のものをお願いします。 

一般書、絵本、児童書、雑誌（週刊誌不可）、コミック 

＊図書館に寄贈する場合もあります。 

 

     メール furenzu2021@gmail.com 

 

 

いっしょに古本市を 
       やりませんか 
4月 22日（土） 9時～16時 

会場設営、本の運搬、陳列、 

来場者への案内、後片付け 

 

参加していただける時間帯を 

お知らせください 

 
 

古本は１人 10冊まで 

お持ち帰りいただけます 

 

図書館を応援するために募金を！ 

いただいた募金は書籍購入に 

充て図書館に寄贈します 

 

チャリティ 

主催 としょかんふれんず千葉市    協力 千葉市中央図書館 

 

mailto:furenzu2021@gmail.com
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       地域から  

「気軽に立ち寄れる公民館図書室」 

さつきが丘公民館 ○○ ○○ 
 

さつきが丘公民館図書室は花見川区のさつきが丘団地を含む住宅地の中にあります。古い建物ではありますが、

目の前には犢橋貝塚公園があり、自然と光に囲まれた明るい印象の公民館図書室です。地域の皆様が「気軽に立

ち寄れる公民館図書室」を目指し運営を行っています。 

図書室では、利用者の多様な読書ニーズに応えるため、小説から実用書、地域資料、雑誌、絵本など幅広い図書

をそろえています。さらに、新着本のコーナーを広く取り、公民館で行う講座に関係する資料や健康、料理など月替わ

りでテーマを決めて展示をするなどして、「読みたい。知りたい。学びたい。」気持ちをサポートしています。 

図書室に希望の資料がない場合は、図書室職員全員で資料検索を行い、利用者の皆様のご希望に添える資料

を提供できるよう心がけています。 

また、児童書のコーナーは本の買い替えが進み、以前よりも明るく楽しく、利用しやすくなり

ました。室内には、本を読むだけでもゆっくり利用していただけるよう、閲覧用の椅子や、お子

様が靴をぬいで本が読める「子どもスペース」を用意しています。このスペースでは、お子様

に読み聞かせをしてあげる保護者の方もいらっしゃいます。 

公民館図書室は「本を借りる」だけの場所ではありません。リクエストのみ、返却のみ、閲覧

のみでの利用も大歓迎です。公民館図書室をどんどん活用していただければ幸いです。 

ぜひ、お気軽にさつきが丘公民館図書室にお立ち寄りください。 
 

 
読書会報告 「俳句の本を読む」第 62回 
課題本：『俳句いまむかし』 

坪内 稔典/著 （毎日新聞出版） 
日時：2022年12月11日 （日） １４時～１６時 
会場：稲毛保健福祉センター 大会議室   9名 
 

今回から新しい課題本になった。この本の帯には「いまの俳句×むかしの

俳句〈同じ季語の句〉ふたつ並べて読みくらべたら？古典から現代までの 

名句・秀句・ゆかいな句…」とあります。 

〈立春のサラダの塩の甘さかな 天野きらら〉作者の名前からして「い

ま」の句。俳句に「サラダ」の言葉を使うのも「いま」。短歌でも1987年出

版の『サラダ記念日』がある、と参加者。〈先ゆくも帰るも我もはるの人 加

舎白雄〉（かやしらお・1738～1791）信州上田藩加舎家の次男。江戸中

期の俳人、与謝蕪村、大島蓼
りょう

太
た

、三浦樗
ち ょ

良
ら

、加藤暁
きょう

台
た い

、炭太祇
た ん た い ぎ

らとともに天

明の六俳客と言われた。 

〈佐保
さ お

姫
ひ め

の先駆けとなる白い雲 鈴鹿
す ず か

仁
めぐむ

〉佐保姫は春の女神。因みに秋

の女神は竜田姫、夏は筒姫、冬は宇津田姫、いずれも季語。〈佐保姫の春

立ちながら尿
し と

をして 山崎宗鑑〉（やまざきそうかん・１４６５～１５５４）宗鑑は 

室町時代末期の連歌師。俳諧選集「犬筑波集」の選者とある。「当時、女性の立小便は普通のこと 

だったらしい」と著者。〈蚤
の み

虱
しらみ

馬の尿
ば り

する枕もと 芭蕉〉こちらは馬だが、この尿という言葉を使うのは 

連歌から俳諧へとの流れからか。 ※芭蕉（1644年～1694） 

 〈春寒き死も新聞に畳まるる 津川絵理子〉死を報ずる記事が畳まれること。著者は「現代の秀句」と記す。 

 〈ありく間に忘れし春の寒さかな 栗田樗堂〉（くりたちょどう1749～1814）伊予・松山の酒造家に生まれる。正岡

子規が「過去四国一の俳人」と称賛した樗堂。二度にわたって小林一茶の来訪を受けるなど伊予俳壇の中心的存

在であった。亡くなるとき一茶に送った絶筆の書簡がそのまま一茶の作品『三韓人』に載せられているとのこと。 

 〈人並みであってたまるかいぬふぐり 武智由紀子〉1944年生まれ、60歳を過ぎてから俳句を始めた。2021年第

55回原爆忌全国俳句大会にて〈八月や祈るかたちに塩むすび 武智由紀子〉が選ばれた。人並みではなかった？ 

〈親しくて好きではこべら犬ふぐり 遠藤梧逸〉（えんどうごいつ1893～1989）本名後一。明治26年岩手県前沢町

で生まれた。仙台二高卒、東大法学部卒、逓信省入省、郵便局長、東北電力社長。ホトトギス主宰高浜虚子に師事。

見事な肩書だが「園芸種の大事にされる草花でなく、ハコベなどが好きというのは、まさに俳句的精神かも」と著者。 

  次回 2023年2月12日  14時～16時 22頁から                         （ 運営委員） 

        

 

 

ぶっく・ぶく 

    新型コロナウィルス５類へ 
 

ねえ！知ってた？ 

感染症法に基づく分類があること。分類に

よって行政の対応が違うこと。 

１類 エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱など 

２類 結核、 SARS、など 

３類 コレラ 腸チフスなど 

４類 サル痘、黄熱、狂犬病など 

５類 季節性インフルエンザ、梅毒など 

コロナは今まで２類だった。急に 5類へ。 

どうして？それはね… 
             

知ったかぶり子 
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※千葉市中央図書館の展示の中にキャラクターがいます。 

その名は「本多
ほ ん だ

くん」。紹介は次号にて！ 

 

中央図書館では、カウンターで働いている司書以外

に、たくさんの司書が専門性を持って様々な業務を担

当しているのをご存じですか？ 

カウンターでの手続き、予約本の準備に、督促連絡、

利用カードの作製、障害のある方のサポート、読み聞

かせ、小学生の見学のガイド、文庫や学校への団体貸

出、全資料のデータ管理や雑誌の受入れと選書、館

内の企画・展示、レファレンスや窓口での情報検索に

相互貸借、資料のデータ作成、指定席の管理等々。 

その中で、私は地域を担当業務としています。「地域

行政資料業務ってどんな仕事？」って思う方もたくさん

いらっしゃると思います。担当になる前は私もその中の

一人でした。実際に担当してみると、この仕事が公共

図書館では大事な部署だと認識を改めました。 

なぜなら、書店で販売しない本や昔の資料、行政機

関の発行資料、ポスターからチラシに至るまで、千葉

市・千葉県に特化して資料収集している部署だからで

す。 

「千葉市のこと、千葉県のことを調べたい方や他県

から初めて千葉にいらした方、なんでも聞いて下さい。

お手伝いします！」という姿勢で働いています。もちろん、

ニーズに応えられず資料を見つけられないこともあり

ますが。 

地域資料のレファレンスという仕事は、探している本

を提供するだけではなく、利用者の探している情報を、

図書館の所蔵資料に載っているたった1行の記述まで

探しています。課題解決に向けた、ほんの些細な情報

でも、その利用者にはとても重要だからです。 

利用者の知りたいことが何かを聞き出すスキル、

「あの資料に書いてあるかもしれない」と考える発想

力、そして資料を読み込み、探し物の答えが見つかっ

た時の喜びは、利用者と同じくらい大きいものです。 

また日常の二次資料の準備も大切なので、これは

実際に経験した例を紹介します。 

「千葉文学賞の受賞作品を多く読みたい」と言われ

た時は、過去の千葉日報を精査し作成した千葉文学

受賞作品リストを基に、掲載されている新聞原紙を揃

えて提供したことがあります。また、「千葉の文化財で

お寺の修復したものを見たい」という質問には、「修復

した天井画の載っている本が見たい」という利用者の

言葉を引き出し、利用者が見たネットを検索し、どのお

寺かを特定し、新聞の記事と合わせて天井画を修復

した寺社の資料をお渡しすることができました。 

日ごろ、できるだけ複数の資料を見つけて提供する

ことを心がけています。ネット検索をして来館される利

用者も増え、質問も多岐にわたり複雑になっています

が、ネットの情報はあくまで参考程度なので、資料提

供のため、利用者に納得していただけるまでの努力は

惜しまないことが基本であり、それが司書の司書たる

所以だと信じています。 

なんて偉そうに言いましたが、利用者に１００％納得

していただけることは少ないかもしれません。 

以前、某テレビ局のADさんが「マツコ・デラックスさ

んの想い出のナンを探す」というテーマで来館した時

は、やっと年代的に３店舗まで絞り資料提供したので

すが、番組ではADさんの予想と違うお店のカレーとナ

ンを召し上がっていらっしゃいました。その後また違う

情報をしらべにそのADさんは来館したので、千葉のこ

となら中央図書館を利用するというお気持ちが生まれ

たのかなと、少しだけ感じた次第です。 

また、若葉区の「栄福寺」について、「庚申紀行 徳

川光圀/著」（水戸黄門の紀行文）の中で、「栄福寺」

の記述が年代も違うのに「養福寺」のままになってい

るのは、何故？という質問をいただきましたが、結局、

資料が乏しくて糸口が見つかりませんでした。 

そんな失敗や経験をたくさん積んで、担当部署の協

力を得て地域レファレンサーとして、 

日々、お仕事をさせていただいて 

います。 

「司書のお仕事って、カウンター 

だけじゃないんだな」ってわかって 

いただけましたか？ 

 

 

       司書は…たった１行の記述まで  

   千葉市中央図書館 会計年度任用職員（司書） 近内
こんない

 倫代 

                 

 



☆ YA世代の参加を願い このコーナーを設けています。 
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僕は『ダレン・シャン』ダレン・シャン/作 （小学館）と

いう小説を読んだことで、小説そのものの見方が変わ

りました。 

僕が『ダレン・シャン』という小説を読むまでは小説

は文字数が多すぎてとてもめんどくさい物みたいに思

っていました。でも小学 6 年生の時に姉が高校で借り

た本をすすめられ読むことにしました。最初はとても分

厚くて絶対に読み終わらないと思っていましたが意識

が本に集中して、気づいたら何時間もたっていました。 

こんな事が初めてだった自分はとても驚きました。自

分が本にこんなにも集中したのは今までありませんで

した。絵がなくて文字だけでもちゃんと楽しめると知りと

てもうれしかったです。それからも『ダレン・シャン』とい

う本を読み続けました。この本はダークファンタジーで

合計で 12冊あります。 

ある少年が親友とフリークショーを見に行き、親友が

バンパイアになろうとしている所を見てしまった。少年と

親友の気まずさがとてもよくわかりました。そして親友

を助けるために自分の人生を捨てるなんてとてもかっ

こいいと思いました。ところが少年はバンパイアになっ

てでも親友を助けたのに親友は少年が裏切ったと、誤

解してしまうのがとても悲しかったです。 

バンパイアの師が働いているサーカス団で出会った

男の子が少年を助けようとして狼男に殺されてしまい

とても悲しかったですが、バンパイアは人の血をすべて

飲むとその人の魂を自分の身体に取り入れることがで

きると知り、少年が男の子にお願いされて血を飲んだこ

とにとても感動しました。 

その後少年の師の故郷へサーカス団の蛇男の子と

いっしょに行き少年はある女の子に恋をしましたが、少

年は半バンパイアなのでとてもせつないと思いました。 

少年はニュースで人の血が全て抜かれている死体

が発見されたのを知り自分の師を疑いました。自分も

その時は師が人を殺してはいないのでは、と思いました

が実はバンパイアと違う種族のバンパニーズがいると

聞き驚きました。その後少年が女の子を守るために考 

 

えた作戦に自分もだまされてしまいました。そして女の 

子に別れを告げずに街を出ていくのがとてもかっこよ

いと思いました。 

そして１２年に一度だけある祭りに行き、そこで子ど

もをバンパイアにしてはいけないと知り驚き、それで厳

しい試練を受けなければいけないと知り、少年が死ん

でしまわないかハラハラドキドキしました。さらに少年が

試練に失敗した時は、そのあとどのような結末を迎える

かとても気になりました。そして仲間が山から少年を逃

がそうとしたのにも驚きましたし、その仲間が一族を裏

切り、山にバンパニーズを連れていたのを知った少年

が一度入って生きて流れ出たものはいない川へ飛び

込んでしまったので生きて出てこれるかとても読んでい

て、不安になりました。でも無事に山の外へ出て仲間と

協力し裏切り物の仲間をとらえるのに成功し、バンパニ

ーズのせん滅も成功した功績で一族の中で一番位の

高い元師になれて、とても自分がうれしかったです。 

僕はこの本を読んでいくうちにさまざまな予想をしま

したが、どれも自分の予想を上回るような結果になって

全然読んでいてもあきたりしませんでした。昔恋をした

女の子と再会したり、師が仲間を守るために死んでし

まったりとありましたが、読んできた中で少年と師との

別れのシーンがとてもいい話で感動せずにはいられま

せんでした。僕はこの本のおかげで小説のいろいろな

いい部分に気づくことができました。 

この本の他にもいままでさまざまなとてもおもしろい

本に出会うことができましたし、これからも出会うことが

できそうでとても嬉しいです。これからもたくさんの種類

の本を読んでいきたいです。 

 

 

「長編小説との出会い」  

                                                     花見川区 ○○ ○○  （中学１年） 
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ある日、古本屋に立ち寄った。私鉄沿線の駅前通

りにある。天気が良いのでガラス戸が開けられてい

る。屋外に置かれた本棚二つとミカン箱が一つある。

私は児童書や小説等、大小不揃いの本が積まれたミ

カン箱の前に立った。幾つか本をパラパラめくる。

大きな厚い本をめくると、その中の文字や詩や文章

に心を掴まれた。 

『口語訳聖書』（日本聖書協会/1955年）だった。

特に「旧約聖書」の中の「伝道の書」※の言葉が目に

飛び込んできた。  

「コヘレトは言う、空
くう

の空
くう

 空
くう

の空
くう

 一切は空
くう

で

ある」と。なんと深く、人生を捉えた言葉なのだろ

う。人世の全てが「空
くう

」ならば、もう悩むのをやめ

ようか、と思った。挫折したと、打ちのめされたと、

虚無的に生きるのは終わりにしようと思った。すべ

ては最初から「無」だったのだから。人生は「空
むな

し

い（ヘベル … へブライ語で空しいの意）」のだから。 

 

 「ヨブ記」を家で読む。バイトの五百円玉を出し

て、本を抱いて帰った。 

 店の奥の小父さんは私に本を黙って渡す。どてら

を着てセルロイドの黒縁の眼鏡をかけた、恰幅のい

い小父さん。店先に出てはたきをかける事もなく、

じっと座っていた。 

 

 当時高校三年生の私は受験勉強に燃え尽きてい

た。就職試験も落ち、行くべき道が分からなかった。

ヘルマン・ヘッセの『車輪の下』の少年の心は、我

が事のようだった。厳しい神学校で傷つき、行く場

のない哀しみ。そして「車輪の下」にからめとられ

るように死んでいく少年。 

 

 私は『聖書』の中に「新しい言葉」を探した。 

「ヨブ記」のヨブは裕福で、家族に恵まれ神に祝福

を得たかと思われていた。ヨブが持てるもの全てを

奪われていく。屈辱にまみれて、自分の生まれた日

を呪う。 

 聖書の「注釈本」によると、別の難解な解釈があ

るようだ。エジプトの歴史、宗教の成り立ち等々。 

私は単純に受け取った。人は「絶望」に打ちのめ

されても「再生」しうるという事だった。ヨブが「塵、

あくた」の中からヨロヨロと立ち上がり、天上の神

を讃える。 

 その場面を読み、私も投げやりな、自棄的な心を

脱ぎ捨てよう、と思った。高校は卒業しよう。必要

な単位のために、教室に座ろうと、決めた。 

 

 数日後、日比谷図書館に初めて行った。ドアを通

ると、両脇に、白いスタンドが立っている。「各種専

門学校案内」である。私はそのパンフレットを手に

取る。「学費無料・寮付き・三食付き」という言葉が

見えた。 

（これだ！まだ間に合う）と私は考えた。 

そして次に進むべき道が見えてきた。 

 

半世紀以上も前の十八才の私。人生の転機のきっ

かけを与えてくれた古本屋さん。寡黙な小父さん。

あの店はビルに変わっただろうか。 

 

千葉に越して来てから私は千葉駅前の「観光案内

所」に行く。思わず尋ねる。 

「この近くに古本屋さんは 

ありませんか。」と。ないよ 

うだった。チェーン店がある 

のはわかっていた。 

個人商店はやっていけ 

ないのだろうか。林立した 

ビルの間で私は呆然とした。 

 

 

『口語訳聖書』日本聖書協会 1955年（S30年） 

1987年（S62年）に新たに翻訳され『新共同訳聖書』

として発刊。 

※「伝道の書」1987年『新共同訳聖書』で「伝道の書」

に代わり「コヘレトの言葉」という表題が選ばれた。 

2018年発行の『聖書協会共同訳』もこれを踏襲。 

『車輪の下』ヘルマン・ヘッセ  ドイツ文学者・詩人 

 

      古本屋の小父さん  
                                  

美浜区 ○○ ○○                                          

 
 
 
  

古
本
屋
の
小
父
さ
ん                  

○
○ 

○
○ 
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お諸室 

  

✱としょかんふれんず千葉市のホームページはこちらから 

   URL  https://furenzu2021.wixsite.com/toshokanfriends  

   または、右の QR コードから読み取ってください。 

✱としょかんふれんず千葉市の Twitterは 
ユーザー名 @furenzu8chiba 

または、「としょかんふれんず千葉市」で検索してください。 

 

  

   
としょかんふれんず千葉市  

代 表

【連絡先】 事務局  

 〒 千葉市 

TEL・FAX ０４３（○○）○○○○ 

 メール   furenzu2021@gmail.com 

     ホームページ URL    

https://furenzu2021.wixsite.com/

toshokanfriends 

年会費  一般 円 学生 500円 

郵便振替 

発 行 者  

落丁等ありましたら、右記連絡先までお知らせ下さい 

 

知らせ 

 

丁等ありましたら、右記連絡先までお知らせ下さい 

 
１２月 1日(木) 運営委員会 
１２月 7日(水) 千葉市教育振興財団との 
                             意見交換会  
１２月１1日(日) 第６２回読書会 
１２月１6日(金) 第２０回あ・し・た図書館 

社会教育における図書館と公民館を考える 
    －長澤成次氏（千葉大学名誉教授）を囲んで－ 

 １月  5 日(木) 運営委員会 
１月 16 日(月) 編集会議 

  １月 21 日(土) 千葉県図書館関係 
市民団体連絡会 

１月 26 日(木) 会報 71号発行 

う ご き 
 

千葉市図書館の「制限付き開館」 

令和５年２月２２日（水）～２月２８日（火）（予定） 
 
令和５年３月１日、千葉市図書館システムが新しくなります。

データ移行作業等のため、上記期間中システムが停止さ

れ、図書館は業務の一部を制限して開館されます。 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
※電子書籍サービスは利用できます 

 
※以下の館は臨時休館または一部休館です 

【臨時休館】 

  令和５年２月２２日（水）～２月２８日（火）（予定） 

・花見川図書館（こてはし台公民館内臨時窓口） 

    臨時窓口であり、閲覧スペースがないため 

・緑図書館 

    鎌取コミュニティセンターの空調工事のため 

・花見川団地分館 

    水銀ランプ及び蛍光 LED切替工事のため 
 
【一部休館】 館内端末機器等の入替作業等のため 

・中央図書館  

   令和５年２月２２日（水）～２月２３日（木）（予定） 

・みずほハスの花図書館 

令和５年２月２２日（水）～２月２４日（金）（予定） 

 

 
 
 

  

 

訂正とお詫び  
会報７０号６頁「生涯学習部長との面談」の
日時において「１１月」とあるのは「１０月」の
誤りでした。  
訂正してお詫びいたします。  

○ 期間中にできること 
・書架資料の閲覧 
・返却（ただし返却のシステム処理は３/１以降） 
・資料のコピー（公民館図書室を除く） 

 

× できないこと 
・貸出 
・レファレンス（調べものの相談） 
・資料の予約 
・図書館ホームページへのアクセス 

 

２０２２年１１月２日 福音館書店相談役の

松居直(まついただし)さんが亡くなられました。 

２００２年７月１１日「子どもと本・語る力が

聞く力」と題した松居氏の講演会（共催「千

葉市の図書館を考える会」「千葉市文庫連絡

協議会」「千葉県立こども図書館協議会」）

では、直接の声で語ることが子どもの聞く力

を培うと話されていたことを思い出します。 

ご冥福をお祈りいたします。 

 

mailto:furenzu2021@gmail.com

